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第

一
章
　
讃
岐
の

「那
珂
郡
」
と
空
海

「那
珂
郡
」
は
空
海
の
ふ
る
さ
と

金
昆
羅
ふ
な
ふ
ね
　
　
・追
手
に
帆
上
げ
て
　
・

シ

ュ
ラ
　
シ
ユ
　

アヽ
ユ
　
シ

ユ

四
国
を
廻
れ
ば
　
讃
州
那
珂
の
部

（ゴ
リ
）

象
頭
山
■
ブ
ウ
ズ
サ
ン
）
金
毘
羅
大
権
現

一
度
め
ぐ
り
て
　
　
　
・

金
毘
羅
ふ
ね
ふ
ね
　
　
追
手
に
帆
上
げ
て

‐

ξ

・

長

瀬

男

ンヽ
ュ
ラ
　
　
ンヽ
ュ
一　
　
ンヽ
ュ
　
　
ンヽ
ユ　
　
　
　
、

（香
川
県
　
民
謡
）

こ
れ
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
香
川
県

の
民
謡

「金
見
羅
ふ
ね
ふ

ね
」
で
あ
る
。
こ
と
し
の
四
月
に
二
週
間
ほ
ど
四
国
の
遍
路
道
を

歩
く
機
会
が
あ
つ
た
ｏ
四
回
四
県
を
巡
り
歩
い
た
が
、
同
行
二
人

と
い
う
こ
と
で
ヽ
ｔ
こ
に
行
っ
て
も
温
か
い
「接
待
」
を
受
け
て

感
激
し
た
ｏ
遍
一路
道
を
歩
い
て
い
る
と
、
お
年
寄
り
の
方
が
深
々

と
お
辞
儀
を
し
て
く
れ
る
。
道
一に
迷
？
た
り
す
る
と
庭
先
か
ら
笑

顔
で

，
■
か
け
て
く
れ
る
。
無
論
、
こ
れ
は
私
達
に
対
す
る
接
待

で
は
な
く
、
弘
法
大
師
空
海
の
御
影
に
対
す
る
地
元
の
方
々
の
接
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説
を
考
え
る
―
―

は

じ

め

に

本
学
会
設
立
時
、
銅
鐸
を
作
っ
て
い
る
な
ら
銅
鼓
と
ド
ン
ソ
ン

文
化
を
研
究
し
な
さ
い
と
故
小
川
光
陽
先
生
か
ら
テ
ー
マ
を
与
え

て
頂
い
て
い
な
が
ら
時
間
は
飛
ぶ
よ
う
に
過
ぎ
去
り
ま
し
た
。
こ

の
間
、
中
国
商
の
時
代
の
青
銅
器
復
元
を
始
め
富
本
銭
や
和
同
開

跡
、
創
建
時
の
東
大
寺
の

「大
仏
さ
ま
」
鋳
造
技
術
復
元
な
ど
青

銅
鋳
造
に
関
す
る
多
く
の
研
究
を
続
け
、
更
に
、
日
本
最
大
の
大

岩
山
銅
鐸
の
復
元
や
繊
細
な
文
様
で
知
ら
れ
る
神
戸
桜
ケ
丘
出
土

の
絵
画
銅
鐸
の
精
巧
な
復
元
に
成
功
し
技
術
面
で
は
よ
う
や
く
弥

九
五
三
）
で
す
。
こ
れ
ら
の
論
文
は
大
正
十
二
年
の
人
類
学
雑
誌

な
ど
で

『我
が
国
の
銅
鐸
は
何
民
族
の
残
し
た
も
の
か
』
と
題
し

て
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
論
文
が
発
表
さ
れ
て
八
十
五

年
、
こ
の
間
研
究
も
進
み
ま
し
た
が
、
今

一
度
こ
の
説
を
参
考
に

技
術
伝
播
と
製
作
法
、
更
に
な
ぜ
埋
め
ら
れ
た
の
か
と
新
た
な
仮

説
に
組
み
立
て
な
お
し
、
南
方
渡
来
説
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

鳥
居
龍
蔵
銅
鐸
南
方
渡
来
説
概
要

銅
鐸
に
つ
い
て
千
年
以
前
の
文
献

六
六
八
年
　
『扶
桑
略
記
』
近
江
志
賀
郡
　
崇
福
寺
　
賓
鐸

高
さ
五
尺
五
寸
出
土

七

一
三
年
　
『績
日
本
記
』
大
倭
国
宇
太
郡
　
銅
鐸
出
土

八
二

一
年
　
『日
本
記
略
』
（日
本
逸
史
）
播
磨
国
　
一昌
さ
三
尺

八
寸
　
口
径

一
尺

一
寸
　
阿
育
王
塔
鐸

八
六
〇
年
　
『三
代
費
録
』
三
河
国
渥
美
郡
　
一局
さ
三
尺
四
寸

是
阿
育
王
塔
鐸
也

生
人
に
追
い
付
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
技
術
が
ど
の
よ

う
に
誰
が
伝
え
て
き
た
の
か
、
と
い
う
疑
間
が
常
に
あ
り
、
そ
の

ル
ー
ツ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
判
然
と
し
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で
も

１
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
型
銅
鐸
に
関
し
て
は
、
日
々
青
銅
器
作

り
を
し
て
い
る
職
人
と
し
て
考
え
る
と
、　
一
番
近
い
の
が
銅
鼓
の

技
術
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。
職
人
は
製
品
を
見
る
と
ま

ず
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
の
は
ど
う
し
て
作

っ
た
の
か
、
製
作
方
法

が
気
に
な
り
ま
す
。
歴
史
研
究
者
は
ま
ず
年
代
が
気
に
な
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

初
め
て
銅
鐸
の
ル
ー
ツ
は
銅
鼓
で
あ
る
と
南
方
渡
来
説
を
述
べ

て
お
ら
れ
た
の
が
民
族
学
者
の
鳥
居
龍
蔵
先
生

（
一
人
七
〇
～

一

○
当
時
学
者
の
考
説
か
ら
当
時
の
学
者
は
銅
鐸
に
つ
い
て
何
も

知
識
が
無
か
っ
た
。

○
平
田
篤
胤
氏
の
説

（江
戸
）
銅
鐸
は
天
孫
以
前
の
大
国
主
派

の
も
の
で
天
孫
降
臨
以
前
の
物
、
と
し
て
い
る
。

然
ら
ば
銅
鐸
と
は
何
か
？

①
　
銅
鐸
の
地
理
学
的
分
布
　
　
太
平
洋
は
遠
江
附
近
、
日
本

海
は
越
中
附
近
以
西
で
九
州
を
除
い
だ
諸
地
方

②
　
存
在
状
態
　
　
ほ
と
ん
ど
の
場
合
共
伴
す
る
も
の
な
し
銅

鐸
だ
け
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
。

③
　
銅
鐸
の
成
分
　
　
銅
六
七
　
錫
十
四
　
ア
ン
チ
モ
ン
十
二

鉛
五
　
鉄
〇
〇
四
五

（和
泉
出
土
鐸
）

④
　
銅
鐸
の
形
式

大
別
す
る
と
三
種
　
（最
も
古
い
絵
画
銅
鐸
　
中
型
鋼
鐸

大
型
銅
鐸
は
新
し
い
）

⑤
　
銅
鐸
の
原
始
的
形
状
　
　
幼
稚
な
つ
く
り
で
あ
る

⑥
　
銅
鐸
の
文
様
　
　
大
別
す
る
と
幾
何
学
文
様
の
鋸
歯
紋
と

渦
巻
き
紋
様

鐸

方

渠銅

鼓

/Jヽ

泉

武

寛
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⑦
　
銅
鐸
の
図
画
　
　
胴
部
区
画
内
に
図
画
が
施
さ
れ
て
い
る

も
の
と
全
く
無
い
も
の
が
あ
る

③
　
銅
鐸
製
作
使
用
者
の
風
俗
　
　
図
画
か
ら
推
察
で
き
る

⑨
　
銅
鐸
は
何
に
使
用
し
た
？
　
をホ
教
的
神
秘
的
な
意
味
の
あ

る
楽
器
　
南
方
の
銅
鼓
と
同
じ
用
途

銅
鐸
に
類
似
す
る
も
の
日
本
付
近
に
あ
り
や
？
　
類
似
品
は
こ

れ
ま
で
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
な
い

①
・　
南
方
支
那
と
の
比
較
其

一　
　
銅
鼓
は
揚
子
江
以
北
に
出

た
こ
と
は
な
い

②
　
南
方
支
那
と
の
比
較
其
ニ
　
　
イ
ン
ド
シ
ナ
族
の
文
化
圏

に
分
布

③
　
北
方
支
那
漢
族
古
銅
器
と
の
比
較
　
銅
鼓
は
漢
民
族
の
神

話
伝
説
的
な
図
絵
文
様
シ
ン
ボ
ル
が
見
え
な
い

④
　
南
方
支
那
苗
族
等
銅
鼓
と
の
比
較
　
　
銅
鼓
銅
鐸
が
最
も

著
し
い
類
似
点
を
有
す
る

⑤
　
人
類
学
上
の
銅
鐸
　
　
漢
族
文
化
の
影
響
受
け
ず
、
苗
族

等
日
本
に
渡
来
し
て
銅
鼓
の
形
状
も
変
化
し
た
。

わ
か
る
。

以
上
鳥
居
説
の
概
要
で
あ
る
。

ド
ン
ソ
ン
文
化
の
銅
鼓

ド
ン
ソ
ン
文
化
は
紀
元
前
六
〇
〇
年
～
前
二
〇
〇
年
、
或
は
紀

元
前
三
〇
〇
〇
年
と
年
代
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
伝
説
の
中
を

さ
ま
よ

っ
て
い
る
感
じ
で
あ
る
が
、
紅
河
の
中
流
地
域
を
中
心
に

発
達
し
た
文
化
で
銅
鼓
が
こ
の
時
代
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
れ
を

ド
ン
ソ
ン
銅
鼓
と
呼
ぶ
。
そ
の
後
銅
鼓
は
東
南
ア
ジ
ア
の
川
筋
に

沿

つ
た
盆
地
か
ら
河
岸
段
丘
、
ス
マ
ト
ラ
、
ジ
ャ
ワ
、
ニ
ュ
ー
ギ

ニ
ア
、
バ
リ
島
束
の
ロ
ア
ー
ル
島
、
北
は
雲
南
省
ま
で
広
が

っ

た
。
銅
鼓
は
現
在
も
雲
南
の
ミ
ャ
オ
族
や
白
ラ
族
な
ど
少
数
民
族

の
お
祭
り
に
使
わ
れ
、
銅
鼓
は
雨
乞
い
の
大
鼓
で
あ
る
と
認
識
し

て
い
る
。
又
、
自
ラ
人
は
小
さ
な
銅
鼓
を
メ
ス
、
大
き
な
銅
鼓
を

オ
ス
と
み
な
し
て
い
る
。
言
い
伝
え
で
は
大
き
な
銅
鼓
が
逃
げ
出

す
の
を
防
ぐ
為
小
さ
な
銅
鼓
を
あ
て
が

つ
た
と
の
こ
と
で
、
す
べ

て
の
銅
鼓
が

「
つ
が
い
」
に
な

っ
て
い
る
。
（銅
鐸
出
土
状
況
も

⑥
　
銅
鐸
の
年
代

断
言
は
で
き
ぬ
が
石
器
時
代
末
期
に
渡
来
か

銅
鐸
使
用
者
と
吾
人
祖
先
先
駆
者
と
の
接
触

彼
ら
の
文
化
は
狩
猟
も
し
た
が
農
業
者
で
あ

っ
て
高
床
倉
庫
を

有
し
遠
洋
航
海
可
能
な
櫓
の
多

い
船
す
ら
所
有

西
日
本
の
広
い
範
囲
に
分
布
し
て
い
る
の
で
か
な
り
長
期
間
の

関
係
接
触
が
あ

っ
た
、
弥
生
式
土
器
の
文
様
に
銅
鐸
と
同
じ
よ
う

な
文
様
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
文
化
の
影
響
を
受
け
た
の
が

大
き
な
銅
鐸
に
小
さ
な
銅
鐸
が
入
子
に
な

っ
て
埋
納
さ
れ
て
い

る
）銅

鼓
は
白
ラ
人
を
含
む
イ
ー
族
の
お
祭
り
用
神
器
で
、
イ
ー
族

が
生
活
す
る
地
区
で
は
、
各
村
に
必
ず
先
祖
伝
来
の
銅
鼓
が
あ

る
。
村
人
は
普
段
、
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
銅
鼓
を
人
目
に
つ

か
な
い
穀
物
倉
庫
に
し
ま
う
か
、
地
中
に
埋
め
て
保
管
し
て
い

る
。
そ
し
て
お
祭
り
の
時
に
お
香
を
焚
い
て
お
酒
を
供
え
、
神
聖

な
宝
物
と
み
な
し
て
い
る
村
の
銅
鼓
に
お
で
ま
し
頂
く
こ
と
に
な

２一
。銅

鼓
の
祭
り
で
は
銅
鼓
の
た
た
く
鼓
面
を
横
に
し
て
ロ
ー
プ
で

ぶ
ら
さ
げ
て
使
う
。
和
太
鼓
を
水
平
に
せ
ず
横
向
け
に
叩
く
の
に

似
て
い
る
。

全
体
の
姿
は
銅
鼓
も
銅
鐸
も
形
が
お
お
ら
か
で
あ
り
、
銅
鼓
に

描
か
れ
て
い
る
文
様
は
銅
鐸
よ
り
複
雑
で
精
巧
な
技
術
力
が
凝
縮

さ
れ
、
苦
心
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
宝
物
で
あ
る
の
で
権
威
の
象

徴
と
も
さ
れ
た
。

ベ
ト
ナ
ム
歴
史
博
物
館
で
は
多
年
に
わ
た
り
、
何
度
も
ド
ン
ソ

ン
鋼
鼓
の
復
元
鋳
造
を
試
み
て
き
た
が
、
実
際
に
は
ま
だ
成
功
し
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て
い
な
い
ら
し
い
。

絵
画
に
見
る
南
方
説

銅
鐸
に
描
か
れ
て
い
る
高
床
式
家
屋
は
朝
鮮
半
島
に
は
無
く
、

南
方
か
ら
伝
わ

っ
た
と
見
る
の
が
正
し
い
だ
ろ
う
。
絵
画
の
中
に

馬
が
見
当
た
ら
な
い
か
ら
遊
牧
騎
馬
民
族
と
は
思
え
な
い
し
、
描

か
れ
て
い
る
船
か
ら
想
像
す
る
と
海
洋
の
民
で
あ
る
こ
と
が
読
み

取
れ
、
鰭
に
付
い
て
い
る
飾
耳
は
波
し
ぶ
き
を
想
像
出
来
る
。
こ

れ
ら
の
事
か
ら
銅
鐸
文
様
の
題
材
は
南
方
で
あ
る
と
推
察
す
る
。

朝
鮮
銅
器
の
中
に
防
牌
状
型
や
剣
把
形
銅
器
と
い
う
銅
鐸
文
様
に

良
く
似
た
文
様
を
持
つ
銅
器
が
あ
る
が
、
小
品
で
あ
り
数
も
少
な

く
影
響
を
受
け
た
と
は
考
え
に
く
い
。
た
だ
絵
画
の
描
か
れ
て
い

な
い
朝
鮮
式
小
銅
鐸
群
が
あ
る
が
、
初
期
の
日
本
小
銅
鐸
に
似
て

い
る
。
こ
れ
ら
小
さ
な
銅
鐸
形
の
も
の
は
中
国
に
も
存
在
す
る

が
、
絵
画
銅
鐸
と
は

一
線
を
画
し
分
類
し
て
い
る
。

絵
画
の
持
つ
意
味

人
類
誕
生
と
共
に
常
に
人
は
自
然
の
中
で
生
き
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
自
然
は
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
力
で
地
球
を
支
配
し
て
い

る
。
石
器
時
代
の
人
々
は
そ
ん
な
自
然
を
更
に
支
配
し
て
い
る
神

の
存
在
を
考
え
た
。
自
然
に
対
抗
で
き
る
の
は
そ
の
神
に
祈
る
よ

り
方
法
が
無
か

っ
た
。
そ
の
神
は
自
然
の
中
に
存
在
す
る
と
考
え

祈
る
対
象
は
自
ず
と
自
然
に
長
敬
の
念
を
い
だ
き
崇
拝
す
る
こ
と

に
な
り
、
純
粋
な
心
で
自
然
を
尊
敬
の
対
象
と
し
た
。

人
は
祈
る
気
持
ち
を
形
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
。
合
掌

す
る
の
も
形
だ
し
、
生
贄
を
供
え
る
の
も
形
で
あ
る
。
人
は
自
分

た
ち
が
大
切
に
し
て
い
る
も
の
や
最
も
美
し
い
も
の
を
捧
げ
よ
う

と
す
る
心
か
ら
生
ま
れ
る
器
物
を
神
の
為
に
作
り
出
し
た
。
さ
ら

に
美
し
く
す
る
た
め
に
文
様
を
、
或
は
願
い
を
表
わ
す
の
に
絵
画

を
加
飾
し
呪
術
的
要
素
を
込
め
て
神
に
祈

っ
た
。

古
代
の
人
々
に
と

っ
て
、
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
現
実
に

直
面
す
れ
ば
、
そ
れ
は
祈
り
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
は
理
解
で

き
る
。
そ
し
て
人
は
自
然
を
律
す
る
原
理
を
追
求
し
始
め
た
の
は

紀
元
前
六
〇
〇
年
頃
か
ら
で
あ
る
。
全
て
は
水
で
出
来
て
い
る
と

考
え
た
り
、
無
限
の
空
気
が
根
本
物
質
だ
と
し
た
り
、
火
が
根
元

で
あ
る
と
か
多
元
論
が
出
て
き
た
り
、
科
学
的
精
神
の
道
を
開
き

非
神
話
化
を
呆
た
そ
う
と
し
た
。
そ
れ
で
も
な
お
神
の
存
在
は
否

定
出
来
な
か
っ
た
。
絵
画
は
神
と
の
交
信
言
語
で
も
あ

っ
た
。

昔
話
か
ら
連
想
す
る
日
伝
か
ら
形
を
想
像
し
た
り
、
体
験
か
ら

デ
ザ
イ
ン
に
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
絵
画
は
重

要
な
役
割
が
あ
り
そ
の
題
材
は
広
範
囲
に
及
ぶ
。

鳴
ら
す
と
い
う
こ
と
、

ま
ず
神
を
呼
ぶ
に
は
柏
手
を
打

つ
か
、
鈴
を
鳴
ら
し
て
合
図
を

す
る
。
神
は
金
属
音
に
敏
感
で
神
様
が
喜
ば
れ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
願
い
を
よ
く
聞
い
て
頂
け
る
の
か
、
そ
れ

は
言
霊
で
あ
る
。
大
き
な
声
で
神
に
訴
え
る
の
が
良
い
と
さ
れ
て

い
る
。
神
に
供
え
る
の
は
何
が

一
番
か
と
い
う
と
、
現
在
日
本
で

は
酒
だ
そ
う
だ
。
次
が
餅
、
次
は
五
穀
、
と
続
く
。
銅
鼓
も
銅
鐸

も
打
ち
鳴
ら
す
と
い
う
共
通
の
用
途
が
あ
る
。
ま
ず
は
神
を
呼
ば

な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
し
て
雨
を
降
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
穀
物

の
豊
穣
を
願
う
の
で
あ
る
。
打
ち
鳴
ら
す
と
い
う
行
為
は
、
人
々

が
神
の
存
在
を
認
め
、
そ
し
て
神
々
に
近
付
き
、
更
に

一
体
と
な

る
事
が
出
来
る
。
彼
ら
は
そ
ん
な
神
聖
な
魔
力
を
信
じ
て
神
に
捧
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げ
も
の
を
し
、
打
ち
鳴
ら
す
の
で
あ
る
。

銅
鐸
の
使

い
方

銅
鼓
も
銅
鐸
も
ロ
ー
プ
で
つ
る
す
の
が

一
般
的
で
あ
る
よ
う
に

思
う
が
、
ど
う
も
見
栄
え
が
良
く
な
い
。
作
り
手
の
職
人
と
し
て

は
ロ
ー
プ
を
使
う
よ
う
に
は
作

っ
て
な
い
よ
う
に
思
う
。
銅
鼓
の

場
合
だ
と
胴
に
棒
を
通
す
取
手
状
の
も
の
が
付
い
て
い
る
。
銅
鐸

の
場
合
上
部
鉦
と
呼
ば
れ
る
部
分
に
穴
が
空
い
て
い
る
。
こ
こ
に

棒
を
通
し
て
運
ん
だ
り
鳴
ら
し
た
り
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
現
実
に
銅
鼓
は
こ
こ
に
ロ
ー
プ
が
通
さ
れ
使
用
さ
れ
て
い

る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
ロ
ー
プ
を
使

っ
た
と
き
の
ほ
う
が
音
の
響

が
良
い
か
ら
で
あ
る
。
銅
鐸
で
試
し
て
み
る
と
響
き
具
合
は
輸
製
半

島
り
改
善
さ
れ

ロ
ー
プ
を
使
わ
な
く
て
も
よ
く
響
く
と
い
う
結
果

が
出
た
。
特
に
大
型
銅
鐸
使
用
時
は
棒
を
通
し
て
使

っ
て
頂
き
た

い
も
の
だ
と
私
は
願

っ
て
い
る
。
二
人
で
担
い
で
鳴
ら
し
な
が
ら

練
り
歩
く
に
は
都
合
が
良
い
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
又
、
銅
鐸
を
打
ち
鳴
ら
す
時
に
ヒ
レ
を
正
面
に
構
え
て
使

用
す
る
の
で
、
土
中
に
納
め
る
時
に
も
ヒ
レ
を
垂
直
に
し
て
埋
納

鋳
造
技
術
の
伝
播

銅
鐸
原
料
調
達

ま
ず
銅
鐸
の
原
料
で
あ
る
金
属
地
金
は
ど
こ
か
ら
持

っ
て
き
た

の
か
は
よ
く
わ
か

つ
て
い
な
い
。
日
本
で
最
古
の
銅
鉱
山
は
山
口

県
美
祢
市
の
長
登
銅
山
で
あ
る
。
奈
良
時
代
大
仏
さ
ま
の
地
金
を

供
給
し
た
こ
と
が
多
く
の
木
簡
資
料
か
ら
分
か

っ
て
い
る
が
、
現

在
の
と
こ
ろ
国
内
で
弥
生
時
代
の
金
属
鉱
山
は
見

つ
か
っ
て
い
な

い
。
も
し
国
産
の
銅
が
あ

つ
た
と
す
れ
ば
自
然
銅
と
し
て
産
出
し

た
も
の
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
確
証
は
な
い
。
朝
鮮
半
島
で

は
ど
う
か
。
長
登
銅
山
よ
り
古
い
鉱
山
は
見
つ
か

っ
て
い
な
い
。

で
は
何
処
か
ら
。
大
陸
か
ら
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
説
が
有
望
に
な
る

が
、
武
器
だ
ろ
う
か
、
鍋
釜
か
、
祭
器
か
、
何
を
輸
入
し
た
か
と

な
る
と
多
く
の
疑
間
が
湧
い
て
く
る
。
残
念
な
が
ら
調
達
先
は
不

明
で
あ
る
。
重
い
銅
の
運
搬
方
法
は
ど
う
し
た
の
か
、
担
い
で
運

ん
だ
の
か
、
そ
れ
は
誰
が
ど
こ
か
ら
運
ん
だ
の
か
、
謎
は
深
ま
る

ば
か
り
で
あ
り
、
残
念
な
が
ら
確
認
出
来
な
い
。

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

初
期
の
銅
鐸
は
神
を
呼
ぶ
道
具
と
し
て
鳴
ら
し
て
雨
乞
い
を
し

た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら

一
部
の
銅
鐸
で
は
舌
と
呼
ば
れ
る
青

銅
製
の
棒
が
共
伴
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
し
か
も
当

時
は
激
し
く
、
か
ん
高
い
金
属
音
を
発
し
て
い
た
と
推
察
す
る
。

銅
鐸
製
作
に
は
大
変
苦
労
し
た
で
あ
ろ
う
痕
跡
が
随
所
に
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
銅
鐸
鋳
造
成
功
の
為
に
祈
る
と
い
う
気

持
ち
が
生
ま
れ
た
と
推
察
す
る
。
銅
鐸
製
作
は
正
に
神
業
で
あ
る

と
見
な
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
作
る
と
い
う
事
に
も
意
義
が
あ
り

神
聖
な
も
の
を
作
る
、
そ
の
行
為
が
人
々
に
と

つ
て
神
と
共
に
あ

る
と
い
う
認
識
に
至

っ
た
と
推
察
す
る
。

そ
の
後
雨
乞
い
の
神
事
も
儀
式
化
さ
れ
て
銅
鐸
そ
の
も
の
の
神

格
化
も
進
み
、
や
が
て
銅
鐸
は
人
々
に
と

っ
て
最
も
大
切
な
宝
で

あ
り
、
「神
さ
ま
」
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

鋳
型鋳

型
は
石
製
や
粘
土
と
砂
を
混
ぜ
て
作
る
土
製
鋳
型
が
あ
る
。

鋳
物
に
適
し
た
粘
土
は
か
な
り
微
妙
で
あ
る
が
古
代
の
職
人
は
経

験
か
ら

一
日
で
判
断
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
粘
土
は
ど

こ
に
で
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
文
様
は
鋳
型
に
直
接

ヘ
ラ
で

彫
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
彫

っ
て
み
る
と
繊
細
な
文
様
す
べ

て
可
能
で
あ

っ
た
。
し
か
し
上
手
下
手
と
い
う
こ
と
は
避
け
ら
れ

な
い
が
、
熟
練
し
慣
れ
て
く
る
と
髪
の
毛
ぼ
ど
の
線
が
み
ご
と
に

描
け
る
。

高
さ
六
十
セ
ン
チ
ま
で
の
青
銅
器
な
ら
職
人
は
ど
こ
に
行

っ
て

も
仕
事
は
出
来
る
。
道
具
は
す
べ
て
現
地
調
達
出
来
る
。
し
か
し

原
料
で
あ
る
銅
地
金
の
供
給
が
な
い
と
仕
事
が
出
来
な
い
。
こ
の

こ
と
か
ら
権
力
者
の
庇
護
の
も
と
で
製
作
す
る
の
が
ベ
ス
ト
だ
と

い
う
事
に
な
る
。

大
型
銅
鐸
は
誰
が
教
え
た
の
か

職
人
は

一
度
教
え
て
も
ら

っ
た
技
術
は

一
番
正
し
い
と
思
い
込

む
癖
が
あ
る
。
銅
鐸
の
六
十
セ
ン
チ
を
超
え
る
大
き
さ
を
作
る
に
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は
大
変
な
苦
労
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
し
か
し
大
き

な
青
銅
器
を
普
段
作

っ
て
い
る
職
人
か
ら
す
れ
ば
な
ん
で
も
な
い

こ
と
で
あ
り
、
技
術
は
知

っ
て
し
ま
え
ば
簡
単
で
あ
る
。

鳥
居
説
に
人
類
学
上
の
銅
鐸
と
し
て
漢
族
文
化
の
影
響
受
け

ず
、
苗
族
等
日
本
に
渡
来
し
て
銅
鼓
の
形
状
も
変
化
し
た
、
と
あ

る
．
仮
に
銅
鼓
造
り
の
職
人
が
銅
鐸
工
房
に
配
属
さ
れ
た
ら
大
型

銅
鐸
は
製
作
可
能
に
な

っ
た
と
推
察
す
る
。
な
ぜ
な
ら
同
じ
青
銅

器
で
あ
り
銅
鼓
の
ほ
う
が
む
つ
か
し
い
か
ら
で
あ
る
．

日
本
最
大
高
さ

一
三
四
　
七
セ
ン
チ
人
岩
山

一
け
銅
鐸

載
さ
れ
て
い
る
。

●
　
泥
型
合
疱
法
、
②
　
蝋
模
泥
池
法
、
０
　
失
蝋
法

こ
の
中
で
Ｃ
と
②
は
銅
鐸
の
製
作
方
法
と
共
通
し
て
い
る
。
し

か
し
０
の
失
蝋
法
は
鋳
型
内
部
に
蝋
が
あ
り
鋳
型
を
焼
い
て
蝋
を

流
し
出
し
隙
間
を
作
り
鋳
造
す
る
の
で
あ
る
。
仏
像
を
作
る
時
に

は
便
利
な
方
法
で
あ
り
、
奈
良
時
代
の
仏
像
は
こ
の
方
法
で
作

っ

て
い
た
ｃ
現
在
も
ロ
ス
ト
ワ
ッ
ク
ス
法
と
い
う
型
で
精
密
鋳
造
に

利
用
さ
れ
進
化
し
続
け
て
い
る
。
又
、
タ
イ
で
も
大
き
な
仏
像
を

こ
の
方
法
で
現
在
も
作
ら
れ
技
術
の
継
承
が
出
来
て
い
る
。

こ
の
失
蝋
法
で
銅
鼓
を
作

っ
て

い
る
職
人
は
最
初
か
ら
蝋
型
の
技

術
が
基
本
と
し
て
確
立
し
て
い

て
、
更
に
こ
の
技
術
な
』
銅
鼓
も

作
れ
る
の
で
失
蝋
法
で
作

っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
技
術

を
持

っ
た
職
人
が
銅
鐸
の
時
代
に

は
日
本
に
来
た
形
跡
は
無
い
．
し

た
が

っ
て
日
本
に
来
た
の
は
土
製

何
が
難
し
い
か
と
言
う
と
、
銅
鼓
は
鼓
面
径
が
六
五
セ
ン
チ
ヽ

七
五
セ
ン
チ
と
大
き
く
し
か
も
薄
く
出
来
て
い
る
。
青
銅
器
は
通

常
ニ
ミ
リ
ヽ
三
ミ
リ
で
作
れ
る
が
、
平
面
は
鋳
造
時
に
金
属
が
流

れ
に
く
い
。
銅
鼓
の
大
き
さ
の
も
の
が
鋳
造
出
来
る
技
術
が
あ
れ

ば
大
型
銅
鐸
で
も
少
し
の
工
夫
で
作
る
こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ

る
．
た
だ
、
銅
鼓
と
銅
鐸
は
鋳
型
の
作
り
方
が
違
う
の
で
そ
れ
な

り
の
研
究
は
さ
れ
た
と
推
察
す
る
。

銅
鼓
と
銅
鐸
、
決
定
的
に
違
う
の
は
銅
鐸
の
断
面
は
ア
ー
モ
ン

ド
形
で
あ
る
が
銅
鼓
は
円
形
で
あ
る
り
し
か
し
断
面
を
円
形
で
な

く
ア
ー
モ
ン
ド
形
に
し
て
あ
る
ほ
う
が
格
段
に
つ
く
り
や
す
い
の

で
あ
る
「

鋳
型
は
焼
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

銅
鼓
も
銅
鐸
も
繊
細
な
文
様
を
鋳
出
す
に
は
鋳
型
の
焼
成
が
必

要
で
あ
る
ｃ
初
期
の
銅
鐸
石
製
鋳
型
も
焼
成
し
て
あ
る
の
は
出
■

品
で
確
認
し
て
い
る
。
焼
成
温
度
は
約
六
〇
〇
度
ヽ
七
〇
〇
度
と

推
定
し
て
い
る
っ

「中
国
古
代
銅
鼓
」
と
い
う
研
究
書
に
二
種
類
の
作
り
方
が
記
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の
分
割
鋳
型
で
銅
鼓
を
作

っ
て
い
た
職
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
鋳
型
す
べ
て
焼
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
鋳
型
で
あ
る
。

比
較
的
小
型
の
銅
鐸
で
文
様
が
不
鮮
明
で
手
ズ
レ
摩
耗
し
た
と

間
違
わ
れ
て
い
る
銅
鐸
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
焼
成
温
度
が
低
す

ぎ
た
時
に
出
来
る
欠
陥
で
、
鋳
型
内
部
の
結
晶
水
が
残

つ
て
い
た

時
に
起
こ
る
現
象
で
あ
る
。
大
型
銅
鐸
で
は
不
鮮
明
な
も
の
は
少

な
い
。

大
型
銅
鐸
の
鋳
型
は
土
製
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
仮
に
石
の
鋳

型
な
ら
と
て
つ
も
な
く
重
く
扱
え
な
い
し
焼
く
こ
と
も
不
可
能
だ

ろ
う
。
現
在
の
鋳
造
設
備
で
は
重
量
を
あ
ま
り
意
識
せ
ず
に
大
型

鋳
型
が
扱
え
る
が
、
古
代
の
職
人
は
鋳
型
が
扱
い
や
す
い
よ
う
に

軽
量
化
を
図

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
土
製
の
鋳
型
を
い
か
に
軽
く
作

る
か
は
成
功
の
為
の
お
お
き
な
要
素
で
も
あ
る
。
大
型
銅
鐸
の
鋳

型
は
見
つ
か

っ
て
い
な
い
の
で
な
ん
と
も
言
え
な
い
が
、
軽
く
薄

く
作

っ
た
の
で
壊
れ
や
す
か

っ
た
と
推
察
す
る
。

あ
の
大
き
な
銅
鼓
の
鋳
型
は
ど
れ
く
ら
い
の
重
量
だ
ろ
う
と
興

味
が
あ
る
。
し
か
し
あ
の
銅
鼓
の
鋳
型
が
扱
え
る
な
ら
大
型
銅
鐸

も
同
じ
よ
う
に
扱
え
る
は
ず
で
あ
る
。
技
術
と
い
う
も
の
は

一
歩

ず
つ
階
段
を
上
が
る
よ
う
に
進
歩
す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
日

突
然
進
歩
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
。
鋼
鐸
の
場
合
四
〇
セ

ン
チ
く
ら
い
か
ら
六
〇
セ
ン
チ
、
そ
し
て

一
気
に
九
〇
セ
ン
チ
か

ら

一
メ
ー
ト
ル
以
上
と
技
術
的
画
期
が
あ

っ
た
よ
う
だ
。

金
属
溶
解
炉

金
属
溶
解
の
為
の
燃
料
は
木
炭
で
、
送
風
設
備
は
皮
フ
イ
ゴ
で

あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
皮
フ
イ
ゴ
と
は
大
き
な
広
日
の
ボ
ス
ト

ン
バ
ツ
グ
状
の
袋
を
開
け
閉
め
し
、
繰
り
返
し
空
気
を
送
る
装
置

で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
複
数
個
使
え
ば
更
に
火
力
が
増
す
、

こ
の
フ
イ
ゴ
に
つ
い
て
は
鳥
居
龍
蔵
も

「人
類
学
上
よ
り
見
た

る
我
が
上
代
の
文
化
」
で

「全
剥
真
名
鹿
之
皮
、
以
作
天
羽
輔
」

と
日
本
書
記
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
又
フ
イ
ゴ
の
字
が
革
偏

で
あ
る
こ
と
で
も
皮
が
使
わ
れ
て
い
た
事
が
容
易
に
想
像
で
き

る
。
今
秋
、
橿
原
考
古
学
研
究
所
で
開
か
れ
た
銅
鐸
展
図
録
の
中

で
難
波
洋
三
氏
も
フ
イ
ゴ
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
る
が
、
お

そ
ら
く
弥
生
時
代
、
古
墳
時
代
の
送
風
装
置
も
、
皮
フ
イ
ゴ
で
あ

ろ
う
と
し
て
い
る
。

洛
解
炉
は
粘
卜
と
砂
を
混
ぜ
て
作
る
。
炉
は

一
二
〇
〇
度
以
上

に
な
る
の
で
炉
け
が
溶
け
送
風
日
が
詰
ま

っ
た
り
或
は
大
き
く
な

り
す
ぎ
た
り
し
て
く
る
の
で
、
羽
口
を
素
早
く
差
し
替
え
て
使

う
。
鋳
造
選
跡
発
掘
で
多
く
の
羽
口
が
見
つ
か
る
の
は
そ
の
た
め

で
あ
る
。

大
型
銅
鐸
で
は
金
属
材
料
が
沢
山
必
要
に
な
る
。
大
岩
山

一
号

銅
鐸
で
は
重
量
四
五

・
四
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
実
際
に
鋳
造

す
る
時
に
は
鋳
口
な
ど
が
必
要
な
の
で
六
〇
キ
ロ
く
ら
い
の
溶
解

量
が
必
要
に
な
る
。
溶
解
炉
二
基
使

っ
た
と
し
て

一
基
が
三
〇
キ

ロ
、
当
時
の
技
術
力
の
高
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。
銅
鼓
も
肉
厚
が
同

じ
く
ら
い
の
よ
う
な
の
で
当
然
銅
地
金
重
量
も
同
じ
く
ら
い
必
要

に
な
る
。
さ
て
、
こ
れ
ら
の
金
属
材
料
を
溶
解
す
る
わ
け
で
あ
る

が
、
薄
肉
の
鋳
造
な
の
で
鋳
込
み
温
度
は
高
め
に
す
る
。
通
常
溶

解
温
度

一
二
〇
〇
度
～

一
三
〇
〇
℃
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
温
度

と
重
量
で
の
ル
ツ
ボ
で
の
溶
解
は
取
り
出
す
時
が
危
険
で
あ
る
。

コ
シ
キ
炉
と
呼
ば
れ
る
溶
解
方
法
が
安
全
で
あ
り
、
ト
ユ
を
使

っ

て
溶
融
金
属
を
流
し
込
む
の
で
あ
る
。
大
仏
さ
ま
も
こ
の
方
法
で

鋳
込
が
行
わ
れ
た
。
金
属
溶
解
は
時
間
を
か
け
れ
ば
良
い
と
い
う

も
の
で
は
な
く
、
熔
け
た
金
属
を
流
す
数
秒
間
の
鋳
込
作
業
、
こ

の

一
瞬
で
決
ま
る
の
で
あ
り
、
危
険
な
賭
け
と
も
言
え
る
。

ま

と

め

鳥
居
龍
蔵
銅
鐸
南
方
渡
来
説
で
は
、
中
国
青
銅
器
に
よ
く
あ
る

漢
民
族
の
神
話
伝
説
的
な
図
絵
文
様
シ
ン
ボ
ル
が
見
ら
れ
ず
、
銅

鐸
図
画
か
ら
推
察
出
来
る
の
は
南
方
で
あ
る
。
南
方
で
良
く
似
て

い
る
青
銅
器
は
銅
鼓
で
あ
り
宗
教
的
神
秘
的
な
意
味
の
あ
る
楽
器

と
し
て
最
も
著
し
い
類
似
点
を
有
す
る
、
と
結
論
付
け
た
。

銅
鐸
は
や
は
り
鳴
ら
せ
る
祭
器
で
あ
る
。
鳴
ら
し
て
神
を
呼
ぶ

道
具
的
用
途
か
ら
銅
鐸
そ
の
も
の
を
作
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
し

儀
式
化
す
る
過
程
に
お
い
て
神
と
共
に
あ
り
、
そ
し
て
銅
鐸
は
神

そ
の
も
の
に
な

っ
た
。

想
像
力
を
た
く
ま
し
く
し
て
そ
の
頃
を
考
え
て
み
る
と
…
…

銅
鼓
職
人
は
そ
の
形
か
ら
お
お
ら
か
な
南
方
民
族
の
平
和
主
義

者
で
あ

っ
た
。
戦
乱
か
ら
逃
れ
ベ
ト
ナ
ム
あ
た
り
か
ら
銅
鼓
と
地

金
を
積
ん
だ
船
で
黒
潮
に
乗
り
日
本
に
辿
り
着
い
た
銅
鼓
作
り
の



工
人
が
権
力
者
の
王
に
面
会
し
た
。
鋳
物
職
人
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
銅
鐸
二
房
に
配
属
さ
れ
た
。
彼
は
自
分
の
銅
鼓
作
り
の
経
験

か
ら
銅
鐸
作
り
の
大
型
化
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
り
、
や
が
て
大

型
銅
鐸
が
量
産
出
来
る
よ
・う
に
な
っ
た
。

一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
銅
鐸
つ
く
り
の
技
術
は
画
期
的
な
こ
と

で
人
々
の
称
賛
を
浴
び
た
に
違
い
な
い
。
銅
鐸
作
り
職
人
の
地
位

も
格
段
向
上
し
権
力
者
た
ち
を
脅
か
す
ま
で
に
な
つ
た
。　
一
方
、

静
か
に
こ
の
技
術
集
団
の
動
向
を
見
て
い
た
権
力
者
た
ち
は
、
銅

鐸
文
化
を
恐
れ
る
よ
う
に
な
り
銅
鐸
破
壊
命
令
が
出
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
の
時
す
で
に
銅
鐸
は
神
の
存
在
で
あ
り
人
々
の
生

活
の
一
部
で
も
あ

っ
た
。
人
々
に
は
神
を
破
壊
す
る
こ
と
な
ど
出

来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
破
壊
を
逃
れ
る
た
め
に
地
中
に
埋
め
た
と

考
え
る
事
が
出
来
る
。
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